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近
松
秋
江
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
論

─
─
「
非
力
な
」
作
家
の
誕
生

山
　
本
　
芳
　
明

は
じ
め
に

　
近
松
秋
江
と
は
ど
ん
な
作
家
だ
ろ
う
か
。
標
準
的
な
答
は
私
小
説
の
書
き
手
、
自
ら
の
情
痴
を
余
す
と
こ
ろ
無
く
描
く
作
家
と
い
う
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。
谷
崎
潤
一
郎
は
、
秋
江
を
「
自
分
の
痴
愚
を
少
し
も
隠
す
と
こ
ろ
な
く
、
勇
敢
に
赤
裸
々
に
さ
ら
け
出
し
て
創
作
す
る

人
」、「
一
つ
の
極
致
に
達
し
た
」「
情
痴
小
説
」（「
黒
髪
序
」『
黒
髪
』
昭
22
・
7
刊
　
創
元
選
書
）
の
作
家
と
断
じ
て
い
た
。「
別
れ
た

る
妻
に
送
る
手
紙
」
や
「
黒
髪
」
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
夏
目
漱
石
の
評
価
で
あ
る
。
漱
石
は
秋
江
を
「
非
力
な
」
作
家
と
分
類
し
て
い
た
。
何
が
「
非

力
」
か
と
い
え
ば
、
執
筆
力
で
あ
る
。
秋
江
は
書
け
な
い
作
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
私
小
説
作
家
〉
が
小
説
の
書
け
な
い
自

ら
の
姿
を
描
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
こ
と
で
は
な
い
。
漱
石
が
指
摘
し
た
の
は
、
秋
江
が
量
を
書
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　
漱
石
は
大
正
四
年
八
月
二
日
に
秋
江
か
ら
原
稿
の
斡
旋
を
依
頼
さ
れ
た
。
漱
石
は
秋
江
の
た
め
に
、「
十
一
月
十
五
日
迄
に
原
稿
半
分
、

（
か
り
に
百
回
と
見
な
し
五
十
回
分
）」（
大
4
・
9
・
25
付
　
秋
江
宛
）
が
で
き
れ
ば
掲
載
す
る
と
い
う
約
束
を
東
京
朝
日
新
聞
社
か
ら
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取
り
つ
け
た
。
秋
江
も
そ
の
条
件
を
吞
む
。
た
だ
、
漱
石
は
秋
江
が
そ
の
約
束
ど
お
り
に
原
稿
を
書
け
る
か
ど
う
か
を
危
ぶ
ん
で
お
り
、

東
京
朝
日
新
聞
社
の
山
本
笑
月
（
松
之
助
）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。「
近
松
氏
も
あ
れ
丈
念
を
入
れ
て
置
け
ば
九
分
通
り
大

丈
夫
だ
ら
う
と
は
思
ひ
ま
す
が
従
来
に
徴
し
て
見
る
と
決
し
て
安
心
は
出
来
ま
せ
ん
。
非
力
な
上
に
正
月
の
中
央
公
論
な
ど
に
手
を
延
ば

さ
れ
て
は
と
て
も
此
方
へ
約
束
通
り
寄
こ
す
事
は
出
来
な
い
で
せ
う
。
其
中
央
公
論
は
無
論
断
る
と
云
ひ
ま
し
た
し
滝
田
の
方
で
も
必
ず

正
月
号
で
な
く
て
も
済
む
と
云
ひ
ま
す
か
ら
恐
ら
く
専
心
朝
日
の
方
に
取
り
か
ゝ
つ
て
は
ゐ
る
で
せ
う
が
、
今
度
の
十
五
日
も
違
約
す
る

様
な
事
が
あ
つ
た
ら
断
然
謝
絶
す
る
方
が
社
の
た
め
ま
た
体
面
の
た
め
よ
ろ
し
か
ら
う
と
い
ふ
の
が
私
の
意
見
で
あ
り
ま
す
か
ら
そ
れ
も

序
を
も
つ
て
付
け
加
へ
て
置
き
ま
す
」（
大
4
・
11
・
8
付
）。

　
漱
石
が
秋
江
の
「
非
力
」
さ
を
大
変
警
戒
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
案
の
定
、
秋
江
の
原
稿
─
─
「
北
浜
銀
行
の
破
綻
と
い
つ
た
風

の
も
の
」（
大
4
・
8
・
7
付
　
笑
月
宛
書
簡
）
の
は
ず
だ
っ
た
─
─
は
漱
石
の
も
と
に
届
け
ら
れ
な
か
っ
た）1
（

。
漱
石
は
笑
月
に
「
例
の

徳
田
秋
江
先
生
よ
り
は
其
後
何
と
も
挨
拶
無
之
去
る
十
日
三
十
回
分
持
参
の
約
束
も
全
く
其
儘
の
姿
に
候
へ
ど
も
（
中
略
）
右
の
次
第
向

徳
田
秋
江
君
よ
り
例
の
問
題
に
つ
き
何
と
か
申
来
候
と
も
（
申
来
る
や
う
に
も
思
は
れ
ず
候
へ
ど
も
）
も
う
立
消
に
な
つ
た
も
の
と
し
て

交
渉
に
応
ぜ
ぬ
事
に
取
極
め
候
」（
大
4
・
12
・
14
付
）
と
報
告
し
て
い
る
。

　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
島
田
昭
男
の
「
漱
石
の
事
な
ど
」（「
近
松
秋
江
全
集
月
報
2
」
平
4
・
6
）
が
簡
に
し
て
要
を
得
た
解
説
に

な
っ
て
い
る
。
島
田
は
秋
江
の
原
稿
の
斡
旋
依
頼
の
背
景
に
つ
い
て
、「
こ
の
年
の
春
、
秋
江
は
『
黒
髪
』
の
お
園
の
モ
デ
ル
前
田
志
う

と
知
り
合
い
、
四
か
月
ほ
ど
京
都
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
執
筆
量
の
さ
ほ
ど
多
く
な
い
秋
江
が
、
金
繰
り
に
支
障
を
来
す
よ
う
に
な

っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
漱
石
訪
問
も
解
決
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
。」
と
説
明
し
て
い
る）2
（

。

　
そ
れ
に
し
て
も
、「
非
力
な
」
作
家
と
は
近
代
作
家
に
と
っ
て
大
変
厳
し
い
評
価
で
あ
る
。
市
場
経
済
が
発
展
し
て
、
す
べ
て
が
金
銭

と
交
換
さ
れ
る
商
品
と
化
し
て
し
ま
っ
た
近
代
社
会
に
お
い
て
、
小
説
家
も
文
学
市
場
の
生
産
者
で
あ
る
。
副
業
あ
る
い
は
正
業
を
も
っ
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て
い
な
い
限
り
、
生
計
を
立
て
る
た
め
に
、
作
家
は
文
学
作
品
を
雑
誌
社
や
出
版
社
に
売
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
雑
誌
や
新
聞
に
掲
載

さ
れ
る
作
品
が
少
な
け
れ
ば
収
入
も
少
な
く
な
る
わ
け
だ
し
、
同
時
に
二
次
的
な
収
入
と
な
る
は
ず
の
単
行
本
を
出
版
す
る
の
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
に
な
る
。
妻
子
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
身
を
養
う
こ
と
も
危
う
く
な
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
壇
的
、
あ
る
い
は

社
会
的
な
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
契
機
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　「
非
力
」
で
あ
る
こ
と
は
、
近
代
文
学
の
作
家
に
と
っ
て
呪
う
べ
き
悪
循
環
を
生
じ
さ
せ
る
大
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漱

石
が
秋
江
を
「
非
力
な
」
作
家
と
断
じ
た
こ
と
は
、
秋
江
が
近
代
社
会
で
活
動
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
作
家
で
は
な
い
と
宣
告
し

た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
代
表
作
と
さ
れ
る
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
に
し
て
も
、
本
稿
の
3
節
で
言
及
す
る
よ
う
に
、
連

作
全
体
と
し
て
は
中
途
半
端
な
仕
上
が
り
と
い
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
秋
江
の
「
非
力
」
さ
を
否
定
す
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
秋
江
は
文
学
史
的
に
、
あ
る
い
は
研
究
的
に
見
れ
ば
重
要
な
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
近
代

文
学
館
編
『
日
本
近
代
文
学
大
辞
典
　
机
上
版
』（
昭
59
・
10
刊
）
で
、
秋
江
は
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
、
18
字
35
行
一
段
の
組
で
約
八
段
、

二
頁
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
ス
ペ
ー
ス
は
菊
池
寛
の
約
九
段
に
劣
る
も
の
の
、
久
米
正
雄
の
約
六
段
、
長
田
幹
彦
の
約
五
・
五
段
を
凌
駕

し
て
い
た
。「
非
力
な
」
作
家
秋
江
は
、
菊
池
を
は
じ
め
と
す
る
生
産
力
が
断
ト
ツ
の
〈
豪
腕
〉
な
作
家
た
ち
に
引
け
を
取
ら
な
い
評
価

を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
市
場
評
価
と
は
別
の
評
価
軸
が
秋
江
に
働
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
他
、「
非
力
な
」
作
家
で
文
学
史

的
、
研
究
的
に
評
価
の
高
い
作
家
と
し
て
葛
西
善
蔵
、
嘉
村
礒
多
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
葛
西
は
菊
池
と
同
じ
約
九
段
、
嘉
村
は

長
田
と
同
じ
約
五
・
五
段
で
あ
る
。
作
品
数
の
少
な
さ
や
短
さ
に
反
比
例
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
文
学
史
的
な
地
位
や
研
究
上
の
注
目
度

は
高
く
な
っ
て
い
る
。
菊
池
ら
と
の
経
済
的
な
格
差
を
無
効
に
し
、
彼
ら
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
た
の
は
、
何
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
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私
は
、
彼
ら
が
文
学
的
な
言
説
の
再
編
成
の
際
の
力
学
的
な
結
節
点
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
言
説
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、〈
私
小
説
言
説
〉
で
あ
る
。「
非
力
な
」
作
家
た
ち
は
、
言
説
が
再
編
成
さ
れ
る
絶
好
の
〈
場
〉
を
提
供
し
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、〈
私
小
説
言
説
〉
と
の
関
わ
り
は
、
秋
江
・
善
蔵
・
礒
多
で
異
な
っ
て
い
る
。〈
私
小
説
言
説
〉
が
大
正
後
期
か
ら

編
成
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
秋
江
は
事
後
的
に
言
説
の
磁
場
に
召
還
さ
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る）3
（

。
市
場
的
に
は

弱
者
で
し
か
な
い
「
非
力
な
」
作
家
た
ち
を
、
い
わ
ば
、〈
優
良
株
〉
と
し
て
格
づ
け
す
る
、
強
力
な
〈
私
小
説
言
説
〉
が
存
在
し
て
い

な
い
段
階
で
、
秋
江
は
ど
の
よ
う
な
文
学
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
秋
江
の
文
壇
的
な
出
世
作
と
い
う
べ
き

「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」（「
早
稲
田
文
学
」
明
43
・
4
～
7
）
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
、「
非
力
な
」
作
家
誕
生
の
背
景
を
さ
ぐ
っ

て
い
き
た
い
。

1

　「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
は
「
別
れ
た
る
妻
」
に
、
恋
す
る
〈
女
〉
を
友
人
に
取
ら
れ
た
顛
末
を
書
簡
体
形
式
で
語
る
作
品
で
あ

る
。
こ
の
語
り
の
形
式
の
奇
妙
さ
に
つ
い
て
、
多
く
の
言
及
が
あ
る
が
、
山
口
直
孝
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。
山
口
は
「『
私
』
が
書
簡

体
形
式
に
こ
だ
わ
る
の
は
、『
お
前
』
と
い
う
受
信
者
を
想
定
せ
ず
に
自
己
を
物
語
る
こ
と
は
難
し
い
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。『「
私
」
を
語
る
小
説
』
の
実
現
に
あ
た
り
、
書
簡
体
は
、
秋
江
に
と
っ
て
不
可
欠
の
方
法
で
あ
っ
た
」（
第
二
章
第
一
節
「『
別
れ
た

妻
も
の
』
の
達
成
─
─
逸
脱
と
し
て
の
書
簡
」『「
私
」
を
語
る
小
説
の
誕
生
　
近
松
秋
江
・
志
賀
直
哉
の
出
発
期
』
平
23
・
3
刊
）
と
述

べ
て
い
た
。

　
確
か
に
、
こ
の
時
期
、
作
者
を
思
わ
せ
る
「
私
」
が
自
分
自
身
の
こ
と
を
直
接
語
る
と
い
う
作
品
が
そ
う
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い）4
（

。
特
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に
、
秋
江
の
場
合
、「
自
分
の
痴
愚
を
少
し
も
隠
す
と
こ
ろ
な
く
、
勇
敢
に
赤
裸
々
に
さ
ら
け
出
」
す
た
め
に
、「
自
分
の
痴
愚
」
の
す
べ

て
を
知
っ
て
い
る
人
物
を
聞
き
手
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

　
実
際
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
に
は
、
事
情
通
の
文
壇
人
も
知
ら
な
い
よ
う
な
秋
江
の
、
し
か
も
作
品
の
解
釈
に
関
わ
る
個
人

情
報
が
語
ら
れ
て
い
て
、
読
者
を
混
乱
さ
せ
る）5
（

。
極
め
て
私
的
な
情
報
を
解
読
で
き
る
も
の
だ
け
が
こ
の
作
品
の
読
者
で
あ
る
と
い
わ
ん

ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
本
来
の
読
者
は
「
別
れ
た
る
妻
」
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
秋
江
は
「
別
れ
た
る
妻
」
に
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、〈
女
〉
の
話
で
あ
る
。
彼
女
に
し
か
自
分
の

「
痴
愚
」
は
語
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
語
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
「
痴
愚
」
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
新
た
な
〈
女
〉
と
の

出
会
い
と
裏
切
り
の
顛
末
が
図
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
地
に
は
「
別
れ
た
る
妻
」
の
非
難
が
描
か
れ
て
い
た
。
彼
女
は
姿
を
隠
す
前
に
こ

う
「
私
」
を
な
じ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
私
は
先せ

ん

の
時
分
に
も
四
年
も
貧
乏
に
苦
労
し
て
、
ま
た
貴
下
で
七
年
も
貧
乏
の
苦
労
を
し
た
。

私
も
最も

う早
貧
乏
に
は
本
当
に
飽
き
〳
〵
し
た
。
…
…
仮
令
月
給
の
仕
事
が
あ
つ
た
つ
て
私
は
、
文
学
者
は
嫌
ひ
。
文
学
者
な
ん
て
偉
い
人

は
私
風
情
に
は
も
つ
た
い
な
い

0

0

0

0

0

0

。
私
も
よ
も
や

0

0

0

に
引
さ
れ
て
、
今
に
貴
下
が
良
く
な
る
だ
ら
う
。
今
に
良
く
な
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
て

も
、
何
時
ま
で
経
つ
て
も
よ
く
な
ら
な
い
の
だ
も
の
。
そ
れ
に
貴
下
く
ら
ゐ
猫
の
眼
の
や
う
に
心
の
変
る
人
は
無
い
。
一
生
当
て
に
な
ら

な
い
。
…
…
」（
引
用
は
平
4
・
4
刊
の
八
木
書
店
版
『
近
松
秋
江
全
集
』
第
一
巻
に
よ
る
。
以
下
、
秋
江
の
引
用
は
こ
の
全
集
に
よ
っ

た
）。

　
彼
女
は
何
よ
り
も
「
私
」
が
金
銭
を
十
分
に
稼
げ
な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
私
」
が
文
学
で
十
分
に
稼
げ
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
「
私
」
が
め
ざ
し
て
い
る
「
文
学
者
」
そ
の
も
の
も
嫌
う
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
、

「
私
」
は
「
文
学
者
」
の
高
尚
さ
を
口
実
に
し
て
、「
今
」
の
「
貧
乏
」
生
活
を
が
ま
ん
さ
せ
る
と
同
時
に
、
将
来
の
可
能
性
を
口
に
し
て
、

彼
女
の
不
満
を
か
わ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
私
」
が
「
月
給
の
仕
事
」
に
継
続
し
て
就
け
な
い
、「
猫
の
眼
の
や
う
に
心
の
変
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る
」
性
格
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
。

　
彼
女
は
「
私
」
の
口
車
に
乗
っ
て
、
七
年
間
も
「
今
に
貴
下
が
良
く
な
る
だ
ら
う
。
今
に
良
く
な
る
だ
ら
う
」、
金
銭
を
人
並
み
に
稼

ぐ
と
き
が
く
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
き
た
の
だ
が
、「
私
」
の
未
来
を
信
ず
る
気
持
や
忍
耐
力
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
発
言
が
「
私
」
の
甲
斐
性
の
な
さ
を
非
難
す
る
と
同
時
に
、「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
か
た
も
問
う
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
あ
な
た
は
一
体
何
に
な
る
つ
も
り
な
の
？
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
〈
女
〉
と
の
出
会
い
と
情

事
の
あ
り
さ
ま
、
正
宗
白
鳥
を
モ
デ
ル
と
す
る
長
田
に
〈
女
〉
を
奪
わ
れ
る
顛
末
な
ど
の
、
如
何
に
も
「
情
痴
小
説
」
ら
し
い
世
界
が
描

か
れ
る
と
同
時
に
、「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
行
方
が
問
わ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

　
彼
女
が
非
難
し
て
い
た
「
文
学
者
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
で
、「
私
」
は
「
読
み
書
き
を
す
る
の
が
、
何
う

で
も
自
分
の
職
業
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
勉
強
せ
ね
ば
身
が
立
た
ぬ
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
私
」
が
何
を
読
む
の
か
と
い
え
ば
、「
サ
ン
タ

ヤ
ナ
の
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
リ
ー
ゾ
ン
」
五
冊
、「
サ
イ
モ
ン
ヅ
の
以
太
利
紀
行
の
三
冊
」、「
ア
ミ
イ
ル
の
日
記
」、「
サ
イ
モ
ン
ヅ
の
訳
し

た
ベ
ン
ベ
ニ
ユ
ト
オ
・
チ
エ
リ
ニ
ー
の
自
叙
伝
」、「
ア
ー
サ
ア
・
シ
モ
ン
ス
の
『
七
芸
術
論
』
サ
ン
ト
・
ブ
ー
プ
の
『
名
士
と
賢
婦
の
絵

像
』」
な
ど
で
あ
る）6
（

。

　「
私
」
は
こ
れ
ら
の
書
籍
を
「
独
り
熟
々
と
見み

と惚
れ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
ゐ
る
と
、
そ
の
中
に
哲
人
文
士
の
精
神
が
籠
も
つ
て
ゐ
て
、

何
と
か
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
。」
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
文
学
者
」
と
は
文
芸
評
論
家
だ
ろ
う
。

「
私
」
は
西
洋
の
哲
学
・
文
芸
評
論
・
美
術
評
論
な
ど
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
文
芸
評
論
家
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期

に
よ
う
や
く
活
動
を
開
始
し
た
白
樺
派
や
大
正
教
養
主
義
に
属
す
る
「
文
学
者
」
た
ち
の
将
来
の
姿
に
重
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
私
」
は
一
心
に
勉
強
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
う
し
た
文
学
者
の
姿
が
理
想
像
と
し
て
明
確
に
見
え
て
い

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た）7
（

。「
別
れ
た
る
妻
」
が
「
借
金
取
の
断
り
」
に
追
わ
れ
て
い
る
間
、
こ
ん
な
夢
を
見
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
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「
書
箱
に
そ
ん
な
、
種い
ろ
ん々

な
書
籍
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
時
々
出
し
て
見
て
ゐ
れ
ば
、
其
処
に
生
き
効
も
あ
れ
ば
、
ま
た
目あ

て的
も
あ
る
や
う

に
思
へ
た
。
私
だ
と
て
も
米
代
を
払
ふ
胸あ

て算
も
な
し
に
、
書
籍
を
買
ふ
の
で
は
な
い
が
、
で
も
そ
れ
を
読
ん
で
、
何
か
書
い
て
ゐ
れ
ば
、

『
今
に
良
く
な
る
の
だ
ら
う
。』
く
ら
ゐ
に
は
思
は
な
い
こ
と
も
な
か
つ
た
」。

　
そ
し
て
、
妻
に
見
限
ら
れ
た
今
、
そ
れ
ら
の
書
籍
が
「
私
に
嘘
を
吐
い
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
」、「『
良
く
な
る
』
と
い
ふ
こ
と
が
、

よ
く
分
つ
て
ゐ
る
や
う
で
、
考
へ
て
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
分
ら
な
く
な
つ
て
来
」
る
。
そ
し
て
書
籍
に
「
何
だ
、
馬
鹿
野
郎
！
」
と
「
拳
固

を
入
れ
」
る
が
、「
果
し
て
書
籍
に
入
れ
た
の
や
ら
、
そ
れ
と
も
私
自
身
に
入
れ
た
の
や
ら
、
分
か
ら
な
く
な
」
る
始
末
で
あ
る
。「
私
」

は
妻
一
人
養
え
な
い
「
文
学
者
」
の
存
在
意
義
を
疑
わ
ざ
る
を
得
ず
、「
自
分
の
行
末
は
何
う
な
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
？
」
と
思
い
迷

う
状
況
に
あ
る
。「
私
」
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
の
た
だ
中
に
あ
る
の
だ
。

　
し
か
し
、「
私
」
が
と
り
あ
え
ず
選
ぶ
の
は
〈
女
〉
で
あ
る
。「
私
」
の
混
乱
は
〈
女
〉
に
会
う
た
め
の
金
銭
を
拵
え
る
の
に
、
今
ま
で

の
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
て
い
た
書
籍
を
売
る
か
ど
う
か
の
迷
い
に
集
約
さ
れ
る
。「
非
力
な
」「
私
」
は
「
銭
が
な
け
れ

ば
女
の
顔
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
が
そ
の
銭
を
拵
へ
る
心
の
努は

げ
み力

は
決
し
て
容
易
で
は
な
か
つ
た
。
─
─
辛
抱
し
て
銭
を
拵
へ
る
間

が
待
た
れ
な
か
つ
た
の
だ
」。

　「
別
れ
た
る
妻
」
の
非
難
は
正
鵠
を
射
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
は
「
自
分
の
行
末
」
の
不
確
か
さ
を
嘆
い
て
い
た
が
、
こ
の

と
き
「
私
」
は
「
文
学
者
」
を
選
ぶ
か
、
傷
つ
い
た
男
ら
し
さ
を
手
っ
取
り
早
く
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
て
〈
情
痴
〉
に
走
る
男
に
な
る
か
、

そ
う
い
う
男
で
あ
っ
て
も
金
銭
を
稼
ぐ
だ
け
は
稼
ぐ
の
か
等
々
と
い
っ
た
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
私
」

が
と
り
あ
え
ず
何
を
選
択
し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
私
」
の
岐
路
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
秋
江
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
執
筆
直
前
に
あ
た
る

「
う
き
草
の
悲
み
」
で
は
、
自
ら
の
「
浮
き
草
の
や
う
な
、
定
着
を
忌
む
感
情
は
、
遂
に
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
」
ず
、「
一
方
で
は
確
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乎
と
し
た
職
業
を
求
め
な
が
ら
、
他
の
一
方
で
は
定
着
し
な
い
事
業
を
欲
し
て
い
る
。
婦
人
を
欲
し
が
り
な
が
ら
妻
君
な
ら
ぬ
女
性
を
求

め
て
ゐ
る
」（（
上
）「
読
売
新
聞
」
明
43
・
1
・
23
）
矛
盾
に
引
き
裂
か
れ
て
い
て
、「
浮
き
草
は
ロ
シ
ア
の
ル
ー
ヂ
ン
と
同
じ
や
う
に
私

の
運
命
か
も
知
れ
ぬ
。
私
は
決
し
て
く
ル
ー
ヂ
ン
た
る
こ
と
を
好
む
の
で
も
ま
た
気
取
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
処
で
は
な
い
。
性
格
に
囚

わ
れ
た
自
分
の
前
途
は
、
否
で
も
応
で
も
暗
い
穴
の
中
に
入
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
ゝ
や
う
な
心
持
が
す
る
。」（（
中
）
1
・
25
）

と
述
懐
し
て
い
る）8
（

。

　
秋
江
は
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
を
執
筆
し
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
選
択
を
し
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。
秋
江
に
は
「
月

給
の
仕
事
」
で
は
な
く
原
稿
書
き
に
、
文
芸
評
論
家
で
は
な
く
小
説
家
─
─
「
情
痴
小
説
」
の
作
家
に
な
る
道
が
見
え
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。

2

　
広
津
和
郞
は
、
大
正
六
年
の
文
芸
評
論
の
原
稿
料
の
安
さ
を
『
年
月
の
あ
し
お
と
』（
昭
38
・
8
刊
　
引
用
は
平
1
・
5
刊
の
中
央
公

論
社
普
及
版
『
広
津
和
郞
全
集
』
第
十
二
巻
に
よ
る
）
の
「
五
十
八
　
い
よ
い
よ
小
説
を
書
き
始
め
る
」
で
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
文

芸
評
論
は
割
に
評
判
が
よ
く
、
方
々
か
ら
の
注
文
が
あ
る
が
、
枚
数
は
十
枚
か
十
五
枚
で
、
而
も
原
稿
料
は
何
処
で
も
一
枚
五
十
銭
と
き

ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
で
は
幾
ら
書
い
て
も
纏
ま
っ
た
金
に
は
な
ら
な
い
し
、
生
活
は
成
立
た
な
い
」。
広
津
は
「
そ
れ
で
い
よ
い
よ
小
説

を
書
く
よ
り
道
が
な
い
と
考
え
」
て
、「
神
経
病
時
代
」（「
中
央
公
論
」
大
6
・
10
）
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
秋
江
も
同
じ
状
況

に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
秋
江
は
自
分
の
経
済
状
態
の
苦
し
さ
を
「
正
直
な
話
が
、
大
晦
日
の
前
の
〳
〵
日
ま
で
に
、
大
急
ぎ
で
書
上
げ
た
翻
訳
物
の
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原
稿
料
を
片
手
と
二
本
─
─
二
本
の
方
は
前
借
だ
─
─
受
取
つ
た
が
、
そ
れ
が
三
十
日
三
十
一
日
と
二
日
の
間
に
奇
麗
に
出
払
つ
て
、
尚

ほ
引
足
ら
ぬ
所
は
大
晦
日
の
夜
延
期
の
託
り
に
行
つ
た
。（
中
略
）
散
々
苦
心
さ
し
て
取
つ
た
銭
が
二
日
自
家
に
居
る
か
居
な
い
か
で
、

素
通
り
に
出
て
行
つ
て
仕
舞
は
れ
る
や
う
ぢ
や
、
よ
く
〳
〵
貧
乏
神
に
見
込
ま
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
三
十
の
上
を
二
つ
三
つ
も
越
す
や

う
に
な
つ
て
、
春
早
々
小
遣
銭
に
も
不
自
由
を
す
る
や
う
で
は
僕
も
小
さ
い
男

4

4

4

4

だ
。
最
早
先
が
見
え
透
い
た
や
う
な
気
が
す
る
。」（「
文

壇
無
駄
話
」「
読
売
新
聞
」
明
41
・
1
・
12
）
と
告
白
し
て
い
る
。「
片
手
と
二
本
」、
二
十
五
円
の
カ
ネ
に
も
苦
労
す
る
秋
江
は
、
万
年

筆
を
買
う
「
拾
円
の
銭
」
が
な
く
、
万
年
筆
を
使
っ
て
「
勘
定
の
合
ふ
ほ
ど
の
原
稿
書
き
に
は
あ
ら
ず
」（「
文
壇
無
駄
話
（
ペ
ン
の
お

話
）」「
読
売
新
聞
」
明
41
・
12
・
6
）
と
も
告
白
し
て
い
る
。

　
秋
江
の
貧
乏
は
当
時
の
原
稿
料
の
安
さ
が
原
因
で
も
あ
る
が
、
彼
が
評
論
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
大
い
に
関
係
し
て
い
た
。

秋
江
は
「
私
は
、
評
論
を
一
生
懸
命
に
遣
り
た
い
。
け
れ
ど
も
、
今
の
文
壇
は
評
論
の
み
で
、
生
活
が
許
さ
れ
ぬ
か
ら
困
る
。
若
し
、
生

活
さ
へ
困
ら
な
け
れ
ば
、
私
は
立
派
な
評
論
を
遣
る
自
信
が
あ
る
」（「
文
芸
批
評
の
標
準
（
其
他
）」「
新
潮
」
明
42
・
11
）
と
述
べ
て
い

た
。

　
秋
江
は
生
活
の
た
め
に
文
学
活
動
の
路
線
変
更
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
全
く
何
を
し
て
見
よ
う
と
い
ふ
気
も
起
ら
ぬ
け
れ
ど

も
、
さ
う
か
と
言
つ
て
、
ま
さ
か
死
な
れ
も
せ
ぬ
か
ら
、
活
き
て
行
く
に
は
、
兔
も
角
も
比
較
的
に
身
に
叶
つ
た
文
筆
に
従
ふ
よ
り
他
に

仕
方
が
な
い
。
そ
れ
に
は
何
う
し
て
も
小
説
を
書
く
の
が
比
較
的
に
収
入
が
多
い
。
私
も
贅
沢
を
し
よ
う
と
て
出
来
な
い
が
、
銭
の
少
い

よ
り
多
い
が
好
い
か
ら
、
評
論
を
止
し
て
小
説
を
少
し
書
い
て
見
よ
う
か
と
思
つ
て
ゐ
る
。
人
は
、
さ
も
し
い

0

0

0

0

料
簡
だ
と
い
ふ
か
も
知
れ

ぬ
が
、
自
分
で
は
無
理
も
な
い
と
信
じ
て
ゐ
る
」（「
思
つ
た
ま
ゝ
」（
一
）「
読
売
新
聞
」
明
43
・
5
・
13
）。

　
だ
が
、
小
説
を
書
く
こ
と
は
秋
江
に
と
っ
て
苦
痛
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、「
私
に
は
何
だ
か
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
と
、
そ
の
書
い
て

ゐ
る
間
、
自
分
の
健
全
な
心
が
、
段
々
汚
れ
て
、
荒
ん
で
行
く
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
」（
同
前
）
な
い
か
ら
だ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
彼
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に
も
不
明
で
、「
何
故
に
創
作
が
、
自
分
の
心
を
汚
化
す
る
や
う
に
思
は
れ
、
何
故
に
評
論
が
自
分
の
心
を
浄
化
す
る
や
う
に
思
は
れ
る

か
は
、
再
度
省
み
て
も
、
分
ら
な
い
。
唯
、
私
に
は
何
と
な
く
さ
う
思
わ
れ
る
。
私
は
理
想
を
言
へ
ば
矢
張
り
批
評
家
で
ゐ
た
い
。
け
れ

ど
も
職
業
と
し
て
は
小
説
の
創
作
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
思
ふ
と
、
何
だ
か
、
私
は
自
己
の
好
む
処
を
生
活
の
犠
牲
に
し
た
や
う
な
気

が
す
る
。」（
同
前
（
二
）
5
・
14
）
と
い
う
し
か
な
い
状
態
だ
っ
た
。

　
発
表
時
期
か
ら
み
て
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
執
筆
中
な
の
で
、「
自
分
の
健
全
な
心
が
、
段
々
汚
れ
て
、
荒
ん
で
行
く
」
と
い

う
の
は
、
普
通
に
考
え
れ
ば
、
自
ら
の
「
痴
愚
」
を
赤
裸
々
に
描
い
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
の
前

作
と
も
い
う
べ
き
「
雪
の
日
」（「
趣
味
」
明
43
・
3
）
に
は
こ
ん
な
一
節
が
あ
っ
た
。

　
私
が
女
と
一
所
に
な
つ
た
の
で
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
普ひ

と
と
ほ
り

通
の
手
続
き
で
斯
う
な
つ
た
の
で
は
な
い
。
妙
な
仲
か
ら
今
の
や
う
に
な

つ
た
の
で
あ
る
。
女
は
其
の
時
最
早
散
々
苦
労
を
仕
抜
い
て
所
帯
崩
し
で
あ
つ
た
。
私
と
斯
う
な
つ
た
に
就
い
て
も
、
そ
れ
か
ら
一

所
に
な
つ
て
か
ら
も
、
四
年
越
の
今
日
に
な
る
ま
で
に
は
、
一
口
に
も
二
口
に
も
言
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
─
─
つ
ま
り
主
と
し
て
私

の
性
格
、
境
遇
か
ら
由
来
し
た
種
々
雑
多
な
悲
し
い
思
ひ
、
味
気
な
い
思
ひ
も
し
た
。
固
よ
り
嬉
し
い
思
ひ
も
し
た
。
ま
た
不
思
議

な
嫉
妬
も
し
た
。
そ
れ
が
為
に
は
私
は
身か

ら
だ体

が
痩
せ
る
ま
で
に
悲
み
悶
え
た
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
が
、
何
う
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
か
。

此
処
で
は
そ
れ
を
言
ふ
ま
ひ
。
─
─
或
は
一
生
言
は
な
い
方
が
好
い
か
も
知
れ
ぬ
。
い
や
、
言
ふ
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。

断
じ
て
〳
〵
言
ふ
べ
き
こ
と
で
無
い
。
何
と
な
れ
ば
自
己
の
私
生
涯
を
衆
人
環
視
の
前
に
暴
露
し
て
、
そ
れ
で
飯め

し

を
食
ふ
と
い
ふ
こ

と
が
、
何
う
し
て
堪
え
ら
れ
や
う
！
。

　
私
は
、
ま
だ
此
の
口
を
糊
す
る
が
為
に
貴
重
な
る
自
己
を
売
り
物
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ま
で
に
浅
間
し
く
成
り
果
て
た
と
は
、
自
分

で
も
信
じ
ら
れ
な
い
。

　
秋
江
は
こ
の
戸
惑
い
を
吹
っ
切
っ
て
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
を
発
表
し
た
こ
と
に
な
る
。「
口
を
糊
す
る
が
為
に
貴
重
な
る
自
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己
を
売
り
物
」
し
た
小
説
を
発
表
す
る
こ
と
は
、
金
銭
を
稼
げ
な
い
こ
と
を
非
難
し
た
「
別
れ
た
る
妻
」
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
と
同
時

に
、
小
説
家
と
い
う
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
に
挑
戦
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
秋
江
が
「
自
分
の
痴
愚
を
少
し
も
隠
す
と
こ
ろ
な
く
、
勇
敢
に
赤
裸
々
に
さ
ら
け
出
し
て
創
作
す
る
」
こ
と
を
選
ん
だ
理
由

は
金
銭
の
た
め
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
秋
江
が
こ
の
方
法
で
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
別
の
条
件
が
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

秋
江
は
「
発
見
家
か
創
作
家
か
　（
上
）」（「
読
売
新
聞
」
明
42
・
3
・
13
）
で
、
自
ら
の
ジ
レ
ン
マ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
秋
江
は
「
小
説
を
作
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
に
取
つ
て
は
」「
苦
痛
」
で
し
か
な
い
と
し
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
私
は
、
既
に
永
い

間
の
文
債
と
し
て
、『
趣
味
』
に
何
か
五
六
十
枚
の
も
の
を
書
く
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
を
何
ケ
月
と
い
ふ
も
の
、『
何
う
も
今

月
も
ま
た
出
来
な
か
つ
た
〳
〵
』
で
、
西
本
君
に
迷
惑
を
か
け
て
ゐ
ま
し
た
。
此
の
『
趣
味
』
の
五
六
十
枚
の
も
の
に
は
、
材
料
の
乏
し

い
自
分
の
こ
と
で
す
か
ら
、
矢
張
り
自
分
の
経
験
を
用
ゐ
て
、
そ
れ
を
客
観
的
に
芸
術
化
し
や
う
と
思
つ
た
の
で
す
。
所
が
、
此
の
頃
の

小
説
壇
に
は
、
段
々
作
者
自
身
を
中
心
と
し
、
其
の
周
囲
を
描
く
と
い
ふ
楽
屋
落
ち
が
多
く
な
つ
て
来
る
の
が
、
眼
に
付
い
て
、
そ
れ
が

厭
で
〳
〵
溜
ら
な
い
際
で
す
か
ら
、
自
分
の
が
、
一
足
踏
み
そ
こ
ね
て

0

0

0

0

楽
屋
落
ち
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思
つ
て
、
そ
れ
が
心
配
で
〳
〵
。

一
行
書
い
て
見
て
は
用
紙
を
替
え
、
題
の
み
新
に
更
へ
て
見
て
は
用
紙
を
替
へ
（
中
略
）
二
月
は
廿
八
日
と
い
ふ
の
に
、
私
は
廿
日
過
ぎ

て
廿
一
日
に
な
つ
て
も
原
稿
が
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
す
」。

　
秋
江
は
自
分
の
「
不
効
な
さ
」
に
「
腹
が
立
つ
て
〳
〵
」「
自
殺
を
し
や
う
か
」
と
思
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。「
小
説
を

作
ら
ね
ば
生
活
出
来
ぬ
。
生
活
と
い
へ
ば
、
卑
し
い
。
む
し
ろ
自
己
完
全
が
成
就
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
す
。
然
る
に
其
の
小
説
が
斯
く

の
如
く
時
日
を
空
費
し
て
成
ら
な
い
と
あ
れ
ば
、
自
分
の
前
途
は
全
く
暗
黒
で
あ
る
。
締
切
り
期
限
が
切
迫
し
て
来
る
に
つ
れ
て
、
私
の

心
裡
に
は
、
何
と
も
形
容
の
出
来
な
い
低
気
圧
が
起
つ
て
来
る
の
で
す
。
此
の
低
気
圧
は
、
何
年
来
私
の
心
頭
を
去
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
」。
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　「
生
活
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
小
説
を
書
く
し
か
な
く
、
小
説
を
次
々
と
書
い
て
小
説
家
と
し
て
一
家
を
成
さ
な
け
れ
ば
、

妻
を
養
育
で
き
る
一
人
前
の
男
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
こ
れ
が
成
就
す
れ
ば
「
自
己
完
成
」、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
確
立
し
た
は
ず
だ
。
そ
の
見
通
し
が
全
く
つ
か
な
か
っ
た
秋
江
が
「
自
殺
」
し
た
く
な
っ
た
の
も
、
締
切
り
が
近
づ
い
て
く
る
と

「
低
気
圧
」
に
襲
わ
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
漱
石
に
迷
惑
を
か
け
た
「
非
力
」
さ
は
筋
金
入
り
の
も
の
だ
っ
た
と
い

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
な
ぜ
、
秋
江
は
小
説
が
書
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
秋
江
が
あ
げ
た
理
由
は
「
小
説
を
創
作
す
る
べ
く
、
想

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
像
と
い
ふ
も
の
が
乏

し
い
」
こ
と
だ
っ
た
。
秋
江
は
「
私
に
は
創
作
の
至
宝
た
る
べ
き
此
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ヨ
ン
が
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
」、「
創
作
上
の
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ヨ
ン
に
至
つ
て
は
、
か
ら
つ
き
し

0

0

0

0

0

皆
無
ぢ
や
あ
る
ま
い
か
と
、
私
は
思
つ
て
来
ま
し
た
。」
と
強
調
し
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
小
説
の
材
料
と
し
て
は
自
己
の
体
験
に
基
づ
く
し
か
な
い
が
、
普
遍
性
を
失
っ
た
「
楽
屋
落
ち
」
に
し
た
く
な
い
。
し
か
し
、

「
想
像
」
力
に
よ
っ
て
「
客
観
的
に
芸
術
化
」
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
秋
江
の
直
面
し
て
い
た
ジ
レ
ン
マ
は
深
刻
な
も
の
だ
っ
た
。
彼
が
抱
く
小
説
の
理
想
像
と
小
説
を
書
く
技
量
と
の
落
差
は
格
段
の
も
の

だ
っ
た
。
彼
は
究
極
の
眼
高
手
低
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
考
え
出
し
た
抜
け
道
は
「
要
す
る
に
、
私
に
は
想
像
と
い
ふ
こ

と
が
更
に
な
い
。
む
し
ろ
危
険
で
手
が
出
せ
な
い
。
で
、
止
む
な
く
ん
ば
、
自
分
の
知
つ
て
ゐ
る
事
実
を
、
今
知
れ
る
以
上
に
探
ぐ
る
機

会
を
失
つ
て
ゐ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
私
が
見
聞
し
た
時
に
感
じ
た
丈
け
を
描
い
て
、
そ
の
感
じ
と
同
じ
感
じ
を
読
者
に
伝
へ
や
う
か

と
思
ふ
。」（「
創
作
上
の
疑
問
一
束
」「
秀
才
文
壇
」
明
42
・
4
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
こ
の
発
言
を
信
用
す
れ
ば
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
で
よ
う
や
く
そ
の
実
践
が
実
っ
た
、
つ
ま
り
、
小
説
を
書
く
た
め
に
あ
る

選
択
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
連
載
終
了
直
後
の
文
章
で
は
、「
小
生
は
、
自
分
で
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
、
小
説
じ
み
た
も
の
を
振

返
つ
て
考
へ
て
見
て
も
、
何
れ
一
つ
想
像
を
用
ゐ
た
も
の
が
無
い
。
も
し
想
像
し
た
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
、
直
ち
に
、
客
観
的
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事
実
に
依
つ
て
、
其
想
像
の
誤
ら
ざ
り
し
確
証
を
与
へ
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
之
れ
は
決
し
て
作
品
の
優
劣
を
言
ふ
の
で
は
な
い
。

単
に
、
自
分
が
想
像
を
用
ゐ
て
ゐ
る
か
、
或
は
ゐ
な
い
か
。
を
思
ひ
出
し
て
見
た
ゞ
け
で
あ
る
。」（「
文
壇
無
駄
話
」「
新
潮
」
明
43
・

8
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
言
葉
通
り
と
す
れ
ば
、
秋
江
は
「
別
れ
た
る
妻
」
の
問
い
か
け
に
一
定
の
回
答
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
節
で
は
そ
れ
を
検
証
し

て
い
き
た
い
。

3

　
確
か
に
、「
私
」
が
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
反
省
し
、「
別
れ
た
る
妻
」
か
ら
の
問
い
か
け
を
深
刻
に
受
け
と
め
て
悩
む

姿
が
描
か
れ
て
は
い
る
。〈
女
〉
に
嘘
を
吐
か
れ
、
長
田
か
ら
原
稿
料
の
前
借
り
を
断
ら
れ
て
、
待
合
に
勘
定
が
払
え
ず
、「
古
い
外
套
を

形
に
置
い
て
」
家
に
帰
っ
た
と
き
、
さ
す
が
の
「
私
」
も
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　「
私
」
は
外
套
を
「
着
て
ゐ
れ
ば
目
に
立
た
ぬ
が
、
下
に
は
、
あ
の
、
も
う
袖
口
も
何
処
も
切
れ
た
、
剥
げ
ち
よ
ろ
け

0

0

0

0

の
古
い
米
沢
琉

球
の
羽
織
に
、
着
物
は
例
の
、
焼
け
て
焦
茶
色
に
な
つ
た
秩
父
銘
仙
の
綿
入
れ
を
着
て
、
堅
く
腕
組
み
を
し
な
が
ら
玄
関
を
下
り
た
時
の

心
持
は
、
吾
れ
な
が
ら
、
自
分
の
見
下
げ
果
て
た
状ざ

ま態
が
、
歴
々
と
眼
に
映
る
や
う
で
、
思
ひ
做
し
ば
か
り
で
は
な
い
、
女
中
の
『
左
様

な
ら
！
ど
う
ぞ
お
近
い
内
に
！
』
と
い
ふ
送
く
り
出
す
声
は
、
背う

し
ろ後

か
ら
冷
水
を
浴
せ
掛
け
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
」。

　
家
に
帰
っ
た
「
私
」
は
縁
側
に
立
ち
、「
晩あ

き秋
の
空
」
見
て
い
る
う
ち
に
こ
う
述
懐
す
る
。「
此
の
秋
く
ら
ゐ
、
斯
う
し
て
此
様
な
に
寂

し
い
思
ひ
の
す
る
の
は
、
始
め
て
覚
え
る
こ
と
だ
。
何
よ
り
も
一
つ
は
年と

し齢
の
所
為
か
も
知
れ
ぬ
。
白
髪
さ
へ
頻
り
に
眼
に
付
て
来
た
。

加
之
段
々
、
予
期
し
て
ゐ
た
こ
と
が
、
実
際
と
は
違
つ
て
来
る
の
に
、
気
が
付
く
に
連
れ
て
、
世
の
中
の
事も

の物
が
、
何
も
斯
も
大
抵
興
が
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醒
め
た
や
う
な
心
持
が
す
る
。
─
─
昨
夕
の
お
宮
が
恰
ど
そ
れ
だ
。
あ
ゝ
い
ふ
境
遇
に
ゐ
る
女
性
だ
か
ら
、
何
う
せ
清
浄
な
も
の
で
あ
ら

う
筈
も
無
い
の
だ
が
、
何
に
つ
け
事
物
を
善
く
美
し
う
、
真ほ

ん
と個
の
や
う
に
思
ひ
込
み
勝
ち
な
自
分
は
、
あ
の
お
宮
が
最
初
か
ら
さ
う
思
は

れ
て
な
ら
な
か
つ
た
。
す
る
と
昨
夕
か
ら
今
朝
に
か
け
て
美
し
い
お
宮
が
普あ

た
り
ま
へ
通
な
淫を
ん
な売
に
な
つ
て
了
つ
た
。
口
の
利
き
や
う
か
ら
し
て
次

第
に
粗ぞ

ん

在ざ
い

な
口
を
利
い
た
。
自
分
の
思
つ
て
ゐ
た
お
宮
が
今
更
に
懐
か
し
い
。
─
─
が
、
あ
の
お
宮
は
真
実
に
去
つ
て
了
ふ
か
知
ら
ん
？

─
─
自
分
は
何
う
も
夢
を
真
実
と
思
ひ
込
む
性く

せ癖
が
あ
る
」。

　「
別
れ
た
る
妻
」
は
「
貴
下
は
空
想
家
だ
」、
小
栗
風
葉
の
『
青
春
』
の
主
人
公
関
欽
哉
に
似
て
い
る
と
か
ら
か
う
一
方
で
、「
そ
ん
な

目
算
も
無
い
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
な
い
で
、
も
つ
と
手
近
な
こ
と
を
、
サ
ッ
〳
〵
と
為
さ
い
な
！
」
と
た
し
な
め
て
い
た
と
回
想
す
る
。

そ
し
て
こ
う
思
う
の
で
あ
る
。「
本
当
に
、
自
分
は
、
今
に
、
も
つ
と
良
い
こ
と
が
あ
る
。
今
に
、
も
つ
と
良
い
こ
と
が
あ
る
。
と
夢
ば

か
り
見
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
、
私
を
空
想
家
だ
〳
〵
と
言
つ
た
。
あ
の
お
雪
が
矢
張
り
空
想
勝
ち
な
人
間
で
あ
つ
た
。『
今
に
貴
下
が
良

く
な
る
だ
ら
う
。
今
に
良
く
な
る
だ
ら
う
。
と
思
つ
て
ゐ
て
も
何
時
ま
で
経
つ
て
も
良
く
な
ら
な
い
の
だ
も
の
。』
と
、
あ
の
晩
彼あ

れ女
が

言
つ
た
こ
と
は
、
自
分
で
も
熟
々
と
さ
う
思
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
が
、
私
に
は
、
あ
ゝ
言
つ
た
あ
の
調
子
が
悲み

じ
め哀

な
や
う
に
思
は
れ
て
、

何
時
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
彼
女
も
私
と
一
緒
に
、
自
分
の
福う

ん運
を
只
夢
を
見
て
ゐ
た
の
だ
。
私
は
遂
々
其
の
夢
を
本
当
に
し
て
や
る

こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
七
年
の
長
い
間
の
こ
と
を
、
今
で
は
、
さ
も
、
詰
ら
な
い
夢
を
見
て
年
齢
ば
か
り
取
つ
て
了
つ
た
。
と
恨
ん
で

居
る
で
あ
ら
う
」。

　「
私
」
で
も
「
別
れ
た
る
妻
」
の
問
い
か
け
を
深
刻
に
受
け
と
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
」
は
「
別
れ
た
る
妻
」
の
指

摘
通
り
〈
空
想
家
〉
か
ら
の
脱
却
を
、
そ
し
て
、
文
学
で
稼
ぐ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
金
銭
を
稼
げ
る
〈
男
性
〉
を
目
指
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
反
省
は
こ
こ
ま
で
だ
っ
た
。
彼
は
、
原
稿
料
の
前
借
を
断
っ
た
長
田
が
気
に
な
っ
て
、

関
心
は
〈
女
〉
の
方
へ
そ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
あ
と
、
作
品
は
〈
女
〉
と
の
情
痴
を
語
り
、
長
田
が
〈
女
〉
を
奪
っ
た
こ
と
を
告
げ
、
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「
私
」
を
面
罵
す
る
場
面
へ
と
展
開
す
る
。
作
品
は
こ
う
終
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
そ
れ
よ
り
も
寧
そ
悄
気
た
照
れ
隠
し
に
、
先
達
つ
て
の
、
あ
の
し
ご
き

0

0

0

を
く
れ
た
時
の
こ
と
を
、
面
白
く
詳
し
く
話
し
て
、

陽
気
に
浮
か
れ
て
ゐ
た
方
が
好
い
。
他ひ

と人
に
話
す
に
惜
い
晩
で
あ
つ
た
。
と
、
こ
れ
ま
で
は
、
其
の
事
を
チ
ビ
リ
、
チ
ビ
リ
思
ひ
出

し
て
は
独
り
嬉
し
い
、
甘
い
思
ひ
出
を
歓
し
ん
で
ゐ
た
が
、
斯
う
打
ち
壊
は
さ
れ
て
、
荒
さ
れ
て
見
る
と
大
事
に
蔵
つ
て
ゐ
た
と
て

詰
ま
ら
ぬ
こ
と
だ
。
─
─
あ
ゝ
そ
れ
を
思
へ
ば
残
念
だ
が
、
何
う
せ
斯
う
な
る
と
は
、
ず
つ
と
以
前
『
直
ぐ
行
つ
て
聞
い
て
見
て
や

つ
た
。』
と
言
つ
た
時
か
ら
分
つ
て
ゐ
た
こ
と
だ
。
と
種
々
な
こ
と
が
逆
上
つ
て
、
咽の

ど喉
の
奥
で
は
咽
ぶ
や
う
な
気
が
す
る
の
を
静じ
つ

と
堪
へ
な
が
ら
、
表う
は
べ面

は
陽
気
に
面
白
お
可
笑
く
、
二
人
の
ゐ
る
前
で
、
前
さ
つ
き

言
つ
た
、
し
ご
き

0

0

0

を
く
れ
た
夜
の
様
を
女
の
身
振
や
声

色
ま
で
真
似
を
し
て
話
し
た
。

　「
私
」
は
「
自
分
の
痴
愚
を
少
し
も
隠
す
と
こ
ろ
な
く
」「
赤
裸
々
に
さ
ら
け
出
」
す
人
物
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
あ
く
ま
で

も
「
寧
そ
悄
気
た
照
れ
隠
し
」
で
し
か
な
い
。
そ
の
上
、
初
出
本
文
末
尾
に
「（
前
篇
終
り
）」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
作
品
は
中
断
し
た
。

そ
の
た
め
に
、「
私
」
の
現
在
が
作
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
」
の
現
在
が
明
言
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、「
別
れ
た

る
妻
」
へ
の
「
私
」
の
最
終
的
な
回
答
は
保
留
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
秋
江
が
「
自
分
の
痴
愚
を
少
し
も
隠
す
と
こ
ろ
な
く
、
勇

敢
に
赤
裸
々
に
さ
ら
け
出
し
て
創
作
す
る
人
」
と
し
て
、
積
極
的
に
文
学
活
動
を
展
開
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
秋
江
の
小
説
の
生
産

量
は
、
明
治
四
十
三
年
は
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
以
外
に
二
編
だ
け
、
四
十
四
年
は
二
編
、
四
十
五
年
・
大
正
元
年
は
六
編
、
大

正
二
年
に
七
編
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
白
鳥
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
四
十
三
年
は
十
七
編
（
他
に
小
品
四
編
）、
四
十
四
年
は
二
十
三
編
（
内
一
編
は
翌
三
月
ま
で
の

全
七
十
五
回
新
聞
連
載
小
説
、
他
に
小
品
一
編
）、
四
十
五
年
・
大
正
元
年
は
十
六
編
（
内
一
編
は
全
八
十
五
回
の
新
聞
連
載
小
説
、
他

に
小
品
二
編
）、
大
正
二
年
は
十
六
編
（
内
二
編
は
全
四
十
回
と
、
翌
年
三
月
ま
で
の
全
五
十
六
回
の
新
聞
連
載
小
説
）
で
あ
る
。
秋
江



近
松
秋
江
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
論
（
山
本
）�

五
八

の
「
非
力
」
さ
が
際
立
っ
て
く
る
。

　
し
か
も
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
も
の
の
続
編
の
発
表
は
大
正
二
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。「
執
着
」（「
早
稲
田
文
学
」
4
）、

「
疑
惑
」（「
新
小
説
」
10
）
だ
が
、
こ
れ
ら
は
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
前
篇
に
直
接
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、「
別
れ
た
る
妻
」
が

自
分
を
裏
切
っ
て
い
た
こ
と
を
題
材
と
し
て
い
た
。
後
篇
に
あ
た
る
「
閨
怨
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
大
正
四
年
六
月
号
、
七
月
号
の
「
新

小
説
」
だ
っ
た
。

　
秋
江
は
作
中
に
描
か
れ
た
人
物
の
回
答
と
し
て
も
、
文
学
活
動
の
実
践
に
よ
る
回
答
と
し
て
も
、「
別
れ
た
る
妻
」
の
真
摯
な
問
い
か

け
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
浮
き
草
」
の
よ
う

に
浮
遊
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
状
況
を
招
い
た
の
も
、
漱
石
が
危
惧
し
て
い
た
「
非
力
」
さ
の
た
め
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
彼
が
「
別
れ
た
る
妻
に
送

る
手
紙
」
以
降
、
一
定
量
の
小
説
を
発
表
し
て
い
た
ら
、
何
は
と
も
あ
れ
、
小
説
家
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
選
択
を
秋
江
が

満
足
し
た
可
能
性
は
低
い
が
、
少
な
く
と
も
、
職
業
を
選
択
し
、
金
銭
を
稼
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
確
実
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
秋
江

は
一
定
量
の
小
説
を
書
か
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
を
成
立
さ
せ
た
条
件
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
「
妻
」
が
失
踪
し
て
い
る
必
要
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
こ
の
条
件
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
の
は
秋
江
と
〈
女
〉
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
正
宗
白
鳥
が
奪
っ
て
こ
そ

意
味
を
持
つ
の
で
、
白
鳥
が
〈
女
〉
を
奪
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
、
こ
の
よ
う
な
物
語
内
容
で
成
立
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
白
鳥
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
。

　
一
見
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
は
、
秋
江
に
と
っ
て
予
想
外
の
偶
発
的
な
〈
出
来
事
〉
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
妻
」
の
失
踪
は
「
私
」
の
甲
斐
性
の
な
さ
か
ら
生
じ
た
、
ま
さ
に
必
然
的
な
〈
出
来
事
〉
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で
あ
る
。
ま
た
、
白
鳥
に
あ
た
る
長
田
が
〈
女
〉
を
奪
う
の
も
、「
私
」
の
挑
発
あ
っ
て
こ
そ
だ
っ
た
。

　「
私
」
は
長
田
が
「
悪い

た
づ
ら戯
で
岡
妬
き
の
強
い
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
長
田
の
同
僚
に
「
耽
溺
」
し
た
こ

と
を
自
慢
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
長
田
を
挑
発
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、〈
女
〉
の
こ
と
を
語
っ
て
し
ま
う
。〈
女
〉

に
会
っ
て
、
カ
ネ
の
な
い
「
私
」
か
ら
奪
っ
て
見
ろ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
言
動
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
私
」
よ
り
も
裕
福
な
長
田

は
〈
女
〉
を
買
っ
た
こ
と
を
、「
私
」
を
虐
め
る
よ
う
に
告
げ
る
。「
雪
岡
が
○
○
○

0

0

0

［
買
つ
た
］
奴
だ
と
思
つ
た
ら
厭
な
気
が
し
た
が
、

チ
エ
ッ
！
此
奴
姦
通
す
る
つ
も
り

0

0

0

で
○
○

0

0

○
○
［
遊
ん
で
や
］
れ
と
思
つ
て
汚
す
積
り
で
○
○

0

0

○
○
［
呼
ん
で
や
］
つ
た
。
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

君
と
お
宮
と
を
侮
辱
す
る
つ
も
り

0

0

0

で
○
○
○
○
［
遊
ん
で
や
］
つ
た
。」（
○
は
初
出
。［
　
］
内
は
昭
22
・
2
刊
の
太
虚
堂
書
房
版
『
別

れ
た
妻
』
所
収
の
本
文
）
と
長
田
は
「
せ
ゝ
ら

0

0

0

笑
ひ
を
し
て
、
悪
毒
く
厭
味
を
言
つ
た
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
強
烈
な
「
厭
味
」
に
苦
し
む
「
私
」
の
姿
や
、
次
々
に
毒
づ
く
長
田
に
反
撃
も
せ
ず
に
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
道
化
て
み
せ
る

「
私
」
の
姿
が
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、「
嫉
妬
心
の
強
」
く
、「
意
地
の
悪
」
い
長
田
を
挑
発
し
た

「
私
」
が
招
い
た
必
然
的
な
結
果
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
私
」
は
有
楽
座
に
豊
竹
呂
昇
の
「
新
口
村
」
を
聞
き
に
い
っ
て
か
ら
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
冥
途
の
飛
脚
』
の
梅
川
忠
兵
衛

に
自
分
た
ち
を
重
ね
て
い
た
。「
私
」
は
「『
…
…
…
薄
尾
花
も
冬
は
枯
れ
て
…
…
…
』
と
、
呂
昇
の
透
き
徹
る
や
う
な
、
高
い
声
を
張
り

上
げ
て
語
つ
た
処
が
、
何
時
ま
で
も
耳
に
残
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
お
宮
を
懐
し
い
と
思
ふ
情こ

ゝ
ろを

誘そ
そ

つ
て
、
自
分
で
も
時
々
可
笑
い
と
思
ふ

く
ら
ゐ
心
が
浮
つ
い
て
、
世
間
が
何
と
な
く
陽
気
に
思
は
れ
る
。
私
は
湯
に
入
て
も
、
便
所
に
行
つ
て
も
其
処
を
口
ず
さ
ん
で
、
お
宮
を

思
つ
て
ゐ
た
。」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
田
の
罵
詈
雑
言
も
、
八
右
衛
門
が
忠
兵
衛
を
罵
る
場
面
の
再
現
と

な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る）9
（

。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
も
引
用
さ
れ
た
物
語
に
忠
実
な
、
そ
の
意
味
で
は
、
必
然
的
な
〈
出
来
事
〉
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
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し
か
も
、
こ
の
物
語
は
先
行
す
る
正
宗
白
鳥
の
「
動
揺
」（「
中
央
公
論
」
明
43
・
4
）
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
秋
江
に
あ
た

る
駒
口
と
の
会
話
か
ら
、「
私
」
は
「
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
の
『
債
鬼
』
の
画
工
の
憐
れ
さ
と
、
教
員
の
憎
さ
と
を
も
語
つ
た
。
イ
ヤ
ゴ

ー
、
ヘ
ツ
ダ
、
八
右
衛
門
な
ど
の
批
評
も
さ
れ
た
。
し
て
見
る
と
、
梅
忠
の
芝
居
を
演
ず
る
に
は
、
差
詰
私
は
八
右
衛
門
の
役
を
振
当
て

ら
れ
る
の
だ
ら
う
。」
と
述
べ
て
い
た
。
秋
江
は
こ
の
発
言
に
律
儀
に
対
応
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
他
に
、
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
幾
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、「
動
揺
」
の
「
私
」
は
、
駒
口
に

〈
女
〉
と
会
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
場
面
の
、
読
者
に
対
す
る
前
置
き
と
し
て
、「
管
々
し
い
道
筋
は
除
い
て
、
─
─
自
分
一
人
の
胸
の
中
に

葬
る
べ
き
こ
と
を
、
明
ら
様
に
云
ひ
た
く
は
な
い
か
ら
─
─
」
と
述
べ
て
い
る
。
秋
江
が
そ
の
た
め
ら
い
を
破
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。「
動
揺
」
の
「
私
」
に
で
き
な
い
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
特
筆
す
る
べ
き
な
の
は
、
先
に
引
用
し
た
末
尾
の
一
節
だ
ろ

う
。
こ
こ
は
「
動
揺
」
の
末
尾
の
「
お
ふ
じ
の
媚
に
飽
い
た
私
は
、
主
筆
と
の
似
非
元
気
の
論
判
に
も
飽
い
た
。
／
も
う
何
も
な
い
、
何

も
な
い
。
／
今
夜
又
駒
口
君
の
詩
化
し
た
恋
の
追
懐
談
で
も
聞
か
さ
れ
よ
う
か
い
。」
に
応
え
て
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
で
具
体

化
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
に
は
、
白
鳥
の
「
動
揺
」
の
世
界
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
構
成
さ
れ
た
箇
所
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
白
鳥
が
「『
別
れ
た
妻
』
を
読
ん
だ
。
氏
自
身
の
口
か
ら
幾
度
も
聞
か
さ
れ
た
こ
と
で
、
執
筆
中
に
も
屡
々

苦
心
談
や
書
振
を
も
報
告
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
既
に
一
度
読
ん
だ
作
を
繰
り
返
し
て
見
る
や
う
だ
が
、
只
筆
付
の
如
何
に
も
柔
く
て
微こ

ま
かい

所
に
よ
く
気
の
附
い
て
ゐ
る
の
が
面
白
い
。」（「
岡
山
よ
り
」「
読
売
新
聞
」
明
43
・
4
・
17
）
と
い
う
よ
う
に
、
秋
江
か
ら
「
動
揺
」
執

筆
前
に
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
の
構
想
に
つ
い
て
具
体
的
な
情
報
を
得
て
、
そ
れ
を
作
品
に
取
り
込
ん
で
い
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る）（（
（

。

　
し
か
し
、
中
島
国
彦
が
指
摘
す
る
秋
江
の
執
筆
状
況
か
ら
い
っ
て
、
た
と
い
、
秋
江
が
構
想
を
白
鳥
に
語
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
全
体
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像
を
説
明
で
き
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
中
島
は
「
連
載
形
式
、
お
よ
び
作
品
の
展
開
か
ら
見
て
も
、
こ
の
作
品
は
少
し
ず
つ
書
き
た
め
ら

れ
て
は
発
表
さ
れ
て
行
く
、
と
い
う
事
情
で
あ
っ
た
」（
補
注
一
『
岩
野
泡
鳴
・
近
松
秋
江
・
正
宗
白
鳥
集
』
日
本
近
代
文
学
大
系
22

昭
49
・
1
刊
）
と
述
べ
て
、「
よ
み
う
り
抄
」
の
「
◎
徳
田
秋
江
氏
は
『
早
稲
田
文
学
』
四
月
号
に
『
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
』
と
題

す
る
五
十
枚
程
の
短
篇
を
寄
稿
せ
り
」（「
読
売
新
聞
」
明
43
・
3
・
20
）
と
い
う
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
中
島
に
よ
れ
ば
、「
四
月
号

掲
載
分
は
約
四
○
枚
弱
の
計
算
」
と
な
る
。「
早
稲
田
文
学
」
の
締
切
り
に
あ
わ
せ
て
、
秋
江
は
掲
載
分
を
そ
れ
ぞ
れ
執
筆
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
秋
江
が
最
初
か
ら
、
小
説
の
終
局
を
見
通
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　「
非
力
な
」
秋
江
は
一
気
に
こ
の
作
品
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
先
行
す
る
「
動
揺
」
が
秋
江
の
下
書
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
白
鳥
が
秋
江
の
構
想
を
先
取
り
し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
が
、
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
な
お

さ
ら
、
秋
江
を
「
動
揺
」
を
な
ぞ
り
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
、〈
女
〉
と
の
〈
出
来
事
〉
も
白
鳥
の
〈
共
犯
〉
な
く
し
て
は
成
立
し
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
拙
稿
「
あ
る
三
角
関
係
の
力
学

─
─
『
動
揺
』
と
『
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
』
を
め
ぐ
っ
て
　
正
宗
白
鳥
ノ
ー
ト
　
4
」（「
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
平
4
・

3
）
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
白
鳥
と
秋
江
は
文
学
的
な
想
像
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
観
点
か
ら
─
─
秋
江
は
〈
女
〉
を
奪
わ

れ
る
コ
キ
ュ
の
側
、
白
鳥
は
〈
女
〉
を
奪
う
側
か
ら
三
角
関
係
を
体
験
し
て
み
た
い
と
い
う
欲
望
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は

シ
ナ
リ
オ
ど
お
り
に
、
三
角
関
係
を
演
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る）（（
（

。
秋
江
は
自
ら
の
「
想
像
」
の
欠
如
に
悩
む
必
要
な
ど
な
か

っ
た
は
ず
だ
。
共
演
者
に
よ
っ
て
「
想
像
」
は
十
分
に
補
給
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
…
…
。

　
そ
う
な
る
と
、
秋
江
は
〈
出
来
事
〉
の
渦
中
に
い
る
と
き
も
、
小
説
を
構
想
し
執
筆
し
て
い
る
と
き
も
、
ほ
と
ん
ど
の
局
面
で
、
い
わ

ば
、
水
先
案
内
人
つ
き
で
、
詳
し
い
海
図
の
あ
る
海
域
を
航
海
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
秋
江
に
と
っ
て
、
未
知
の
海
域
は
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
う
選
択
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
だ
っ
た
は
ず
だ
。「
非
力
な
」
秋
江
が
〈
出
来
事
〉
の
渦
中
に
い
な
が
ら
、
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数
ヶ
月
で
作
品
化
で
き
た
の
も
こ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
秋
江
が
い
か
に
恵
ま
れ
た
条
件

で
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
を
執
筆
し
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
非
力
な
」
作
家
に
と
っ
て
、
と
て
つ
も
な
い
幸
運
が
訪

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
秋
江
の
力
量
が
真
の
意
味
で
試
さ
れ
た
の
は
、「
執
着
」・「
疑
惑
」
で
あ
る
。「
別
れ
た
る
妻
」
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
、

自
分
が
実
際
に
コ
キ
ュ
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、
秋
江
は
自
分
が
海
図
の
な
い
海
域
を
漂
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
る
ま
で
に
か
か
っ
た
約
二
年
の
月
日
は
秋
江
の
「
非
力
」
さ
の
現
わ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
漂
流
中
に
文
学
的
な
言
説
の
新
た
な
編
成
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
運
動
の
中
で
、
秋
江
は
重
要
な
結
節
点
と
な
る
の
だ
が
、
大

正
前
半
期
に
お
け
る
秋
江
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い）（（
（

。

注（
1
）　
漱
石
は
次
に
引
用
し
た
十
二
月
十
四
日
付
の
書
簡
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
締
切
り
を
十
二
月
十
日
に
延
ば
し
、
原
稿
も
三
十
回
と
少
な
く
し
た
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
秋
江
は
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
島
国
彦
は
、
大
正
四
、
五
年
ご
ろ
に
、
秋
江
が
『
舞
鶴
心
中
』
で
「
客
観
小
説
へ
の

一
つ
の
道
程
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
自
己
の
体
験
を
描
か
ず
に
、
あ
る
材
料
か
ら
一
つ
の
文
学
世
界
を
形
成
し
よ
う
」（「
客
観
小
説
へ
の
夢

─
─
『
舞
鶴
心
中
』
前
後
の
近
松
秋
江
─
─
」「
文
芸
と
批
評
」
昭
51
・
1
）
と
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
秋
江
は
絶
好
の
機
会
を
捨
て
て
し
ま

っ
た
の
だ
。
ち
な
み
に
、
秋
江
は
大
正
四
年
十
一
月
号
で
は
「
愛
着
の
名
残
り
」（「
中
央
公
論
」）、
十
二
月
号
に
は
「
墓
域
」（「
新
潮
」）、「
宵
」

（「
文
章
世
界
」）
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
執
筆
し
て
い
た
た
め
に
「
朝
日
新
聞
」
の
原
稿
が
書
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
作
品
は
四
百
字

に
換
算
し
て
、
約
一
四
二
枚
、
新
聞
小
説
一
回
を
三
・
五
枚
と
す
れ
ば
、
三
○
回
は
一
○
五
枚
で
あ
る
。
秋
江
は
、
漱
石
か
ら
「
非
力
な
」
作
家
と

い
わ
れ
な
い
た
め
に
、
四
作
品
を
併
行
し
て
、
計
二
五
○
枚
程
度
を
二
ヶ
月
の
う
ち
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）　〈
女
〉
と
カ
ネ
と
小
説
は
、
秋
江
の
文
学
活
動
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
形
成
し
て
い
る
。
平
野
謙
を
始
め
、
こ
の
点
に

注
目
し
た
論
者
は
多
い
。
本
稿
で
は
、
秋
江
が
「
非
力
な
」
た
め
に
三
者
の
関
係
が
悪
循
環
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
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た
い
。
秋
江
が
小
説
を
〈
量
産
〉
す
る
方
法
を
獲
得
で
き
れ
ば
、
こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
客
観
小
説
」
執
筆

は
秋
江
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
だ
っ
た
は
ず
だ
。

（
3
）　「
私
小
説
」
と
い
う
用
語
の
初
出
が
宇
野
浩
二
の
「
甘
き
世
の
話
─
新
浦
島
太
郎
物
語
─
」（「
中
央
公
論
」
大
9
・
9
）
で
あ
る
こ
と
が
端
的
に

示
し
て
い
る
よ
う
に
、〈
私
小
説
言
説
〉
の
編
成
は
大
正
後
期
に
は
じ
ま
る
が
、
確
立
し
た
の
は
昭
和
二
十
年
代
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
文
芸
復
興
期
の
〈
私
小
説
〉
言
説
─
─
嘉
村
礒
多
を
軸
と
し
て
─
─
」（
隔
月
刊
「
文
学
」
平
15
・
3
、
4
）、「〈
文
学
的
資
産
〉
と

し
て
の
小
林
秀
雄
」（
隔
月
刊
「
文
学
」
平
16
・
11
、
12
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）　
例
え
ば
、
永
井
荷
風
の
『
あ
め
り
か
物
語
』（
明
41
・
8
刊
）
で
、
一
人
称
の
語
り
手
を
採
用
し
た
十
八
編
の
う
ち
、
語
り
手
が
自
ら
に
つ
い
て

語
る
の
は
四
編
（
他
に
書
簡
形
式
と
手
記
形
式
が
一
編
ず
つ
）
だ
け
で
、
目
撃
し
た
り
立
ち
聞
き
し
た
出
来
事
を
語
る
も
の
が
二
編
、
枠
物
語
が
十

編
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
作
者
自
身
を
思
わ
せ
る
一
人
称
の
語
り
手
が
登
場
し
て
も
、
も
う
一
人
の
語
り
手
の
聞
き
役
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
あ
る
。

（
5
）　
例
え
ば
、「
別
れ
た
る
妻
」
の
最
初
の
発
言
に
、
自
分
の
姉
と
夫
だ
と
思
わ
れ
る
「
柳
町
の
人
達
」
が
出
て
く
る
が
、
関
係
は
全
く
説
明
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
う
し
た
例
が
散
見
さ
れ
る
。

（
6
）　
こ
れ
ら
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
日
本
近
代
文
学
大
系
の
中
島
国
彦
の
注
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）　
秋
江
は
日
本
外
史
や
十
八
史
略
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
司
馬
遷
や
ギ
ボ
ン
の
よ
う
な
歴
史
家
に
憧
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
秋
江
の

い
う
歴
史
家
は
「
文
筆
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
哲
学
者
で
あ
り
、
経
世
家
で
あ
り
、
文
明
批
評
家
で
あ
る
」（「
私
で
も
文
学
者
に
な
れ
る
で
せ
う

か
」「
新
潮
」
明
41
・
11
）
こ
と
に
な
る
。
秋
江
は
自
分
の
可
能
性
を
限
定
す
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
、「
う
き
草
の
悲
み
」（
上
）
で
は
、

自
ら
の
心
理
を
「
定
着
と
束
縛
と
に
対
し
て
恐
れ
を
抱
い
て
ゐ
る
」
と
分
析
し
て
い
た
。

（
8
）　「
ル
ー
ジ
ン
」
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
ル
ー
ジ
ン
』
の
こ
と
で
、
二
葉
亭
四
迷
の
翻
訳
の
タ
イ
ト
ル
「
う
き
草
」（「
太
陽
」
明
30
・
5
～
12
　
明

41
・
9
刊
）
が
秋
江
の
文
章
の
タ
イ
ト
ル
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
描
く
余
計
者
と
自
ら
を
等
価
な
存
在
と
し
て
過
大

評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
秋
江
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

（
9
）　
た
だ
し
、『
冥
途
の
飛
脚
』
と
は
い
っ
て
も
、
近
松
門
左
衛
門
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
の
改
作
『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
の
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
島
国
彦
が
日
本
近
代
文
学
大
系
の
注
で
、「
私
」
が
口
ず
さ
む
「
薄
尾
花
も
冬
枯
れ
て
」
と
い
う
一
節
が
『
冥
途
の
飛
脚
』

に
は
な
く
、『
恋
飛
脚
大
和
往
来
』
に
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
。
長
田
は
純
粋
な
悪
役
が
登
場
し
な
い
『
冥
途
の
飛
脚
』



近
松
秋
江
「
別
れ
た
る
妻
に
送
る
手
紙
」
論
（
山
本
）�

六
四

の
八
右
衛
門
で
は
な
く
、
徹
底
的
な
悪
役
に
変
え
ら
れ
た
歌
舞
伎
の
八
右
衛
門
と
な
っ
て
、「
私
」
を
面
罵
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

近
松
の
世
界
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
）　
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
者
の
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
非
力
」
で
「
想
像
」
の
欠
如
し
た
秋
江
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は

十
分
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

（
11
）　
な
お
、
白
鳥
の
「
二
十
四
日
」（「
読
売
新
聞
」
明
43
・
3
・
27
）
に
よ
れ
ば
、「
動
揺
」
は
「
二
三
十
枚
」
ま
で
し
か
書
け
ず
、
執
筆
を
諦
め
て

い
た
と
こ
ろ
、
滝
田
樗
陰
に
強
制
さ
れ
て
「
三
日
間
」
で
書
上
げ
た
も
の
ら
し
い
。
全
体
で
約
四
十
五
枚
ほ
ど
な
の
で
、
後
半
を
無
理
矢
理
書
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
前
半
は
新
聞
社
の
こ
と
が
中
心
な
の
で
、
当
初
は
時
代
に
乗
り
遅
れ
た
個
人
経
営
の
小
資
本
の
新
聞
社
の
悪
戦
苦
闘

と
新
聞
社
の
方
針
に
そ
ぐ
わ
な
い
編
集
を
す
る
「
私
」
と
の
関
係
を
描
く
予
定
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
原
稿
を
落
と
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
ぎ
り
ぎ

り
の
状
態
で
、
白
鳥
が
秋
江
と
の
三
角
関
係
を
そ
の
場
し
の
ぎ
に
取
り
込
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。

（
12
）　〈
女
〉
の
名
が
お
宮
と
命
名
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
尾
崎
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
外
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
『
債
鬼
』、
ト
ル

ス
ト
イ
の
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』、
森
鴎
外
の
「
魔
睡
」（「
ス
バ
ル
」
明
42
・
6
）
な
ど
に
描
か
れ
た
コ
キ
ュ
の
苦
悩
や
嫉
妬
に
秋
江
は
触

発
さ
れ
て
い
た
。
白
鳥
は
、
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
の
『
現
代
の
英
雄
』
の
翻
訳
「
浴
泉
記
」（
小
金
井
き
み
子
訳
　「
し
が
ら
み
草
紙
」
明
25
・
10
～

27
・
6
）
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
主
人
公
の
ペ
チ
ョ
ー
リ
ン
は
友
人
と
の
間
に
三
角
関
係
を
演
出
し
て
、
二
人
を
も
て
あ
そ
ん
だ
挙
げ
句
、

友
人
を
決
闘
で
殺
し
て
し
ま
う
。
ペ
チ
ョ
ー
リ
ン
を
突
き
動
か
す
の
は
他
者
を
操
作
し
支
配
す
る
欲
望
で
あ
る
。

（
13
）　
そ
の
一
端
は
「
近
松
秋
江
と
『
人
生
批
評
』
─
『
疑
惑
』
評
価
を
軸
と
し
て
」（『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
平
12
・
12
刊
）
で
論
じ
た
。
参
照
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

�

（
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